
紳

策

軍

の

成

立

紳
策
中
早
の
名
が
は
じ
め
て
あ
ら
わ
れ
た
の
は
べ
玄
宗
の
天
賓
十
三

載
で
あ
る
。
『
費
治
通
鑑
』
却
に
、

秩
七
月
笑
丑
。
寄
箭
翰
奏
。
於
所
開
九
曲
之
地
。
置
桃
陽
・
潰
河

二
郡
及
神
策
軍
。
以
臨
挑
太
守
成
如
理
粂
挑
陽
太
守
。
充
紳
策
軍

使。

と
、
そ
れ
が
は
じ
め
て
お
か
れ
た
事
情
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

こ
れ
だ
け
で
は
、
そ
の
事
情
を
充
分
に
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、

さ
ら
に
吐
蕃
と
の
関
係
を
少
し
さ
か
の
ぼ
っ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

玄
宗
の
即
位
以
来
、
吐
蕃
と
の
関
係
は
園
滑
を
欠
き
、
し
ば
し
ば

謹
境
の
不
安
に
悩
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
開
元
十
五
年
十
二
月
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こ
れ
に
劃
す
る
軍
備
を
披
張
し
、
十
六
年
に
は
大
い
に
こ
れ
を
破
り
、

龍

雄

土問

さ
ら
に
十
七
年
三
月
朔
方
節
度
使
信
安
王
樟
は
吐
蕃
の
石
室
城
を
攻

略
し
て
、
こ
れ
を
振
武
軍
と
す
る
成
果
を
あ
げ
、
よ
う
や
く
唐
は
吐

一蕃
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
吐
蕃
も
職
敗
を
重
ね
た
の
で
、
唐
に

向
っ
て
和
親
を
求
め
、
結
局
開
元
十
八
年
唐
と
吐
蕃
と
は
使
節
を
交

換
し
て
、
修
交
関
係
が
成
立
し
た
。
二
十
二
年
に
は
、
赤
嶺
に
碑
を

立
て
て
、
止
蕃
と
の
園
境
を
確
認
し
、
こ
こ
に
お
い
て
卒
和
の
う
ち

に
交
渉
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
卒
和
な
関
係
は
永

績
き
せ
ず
、
二
十
五
年
吐
蕃
が
勃
律
を
撃
っ
た
こ
と
か
ら
ー
河
西
節

度
使
雀
希
逸
は
こ
れ
を
室
内
海
の
西
に
撃
ち
、
こ
れ
よ
り
商
圏
の
遁
好

関
係
は
断
絶
し
、
ふ
た
た
び
敵
封
関
係
が
は
じ
ま
っ
た
。
翌
二
十
六

- 35ー

年
三
月
、
都
州
都
督
杜
希
望
は
吐
蕃
の
新
城
を
攻
略
し
て
、
こ
れ
を

威
戎
軍
と
し
、
七
月
に
は
吐
蕃
の
河
橋
を
奪
い
、
盟
泉
城
を
築
い
て

鎮
西
軍
を
お
い
た
。
寧
塞
軍
の
お
か
れ
た
の
も
お
そ
ら
く
こ
の
頃
で
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あ
ろ
う
。
ぞ
れ
と
と
も
に
、
臨
右
諸
軍
の
兵
力
を
増
強
し
て
、
防
備

を
巌
重
に
し
た
の
司
、
二
十
七
年
八
月
に
は
、
白
水
・
安
人
軍
の
方

面
へ
加
え
ら
れ
た
吐
蕃
の
脅
威
を
退
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、

そ
の
後
二
年
ほ
と
す
る
と
、
唐
の
勢
力
は
後
退
せ
ざ
る
を
得
な
く
な

っ
た
。
す
な
わ
ち
二
十
九
年
六
月
、
四
十
寓
と
侍
え
ら
れ
る
吐
蕃
の

大
軍
が
河
源
軍
・
安
人
軍
の
方
面
へ
迫
っ
た
の
を
撃
退
し
た
の
は
よ

ひ
き
つ
づ
い
て
十
二
月
に
来
襲
し
た
吐
蕃
箪
は
廓
州
達
化
豚

を
屠
り
、
振
武
軍
石
室
城
を
攻
め
た
。
こ
の
吐
蕃
の
攻
勢
に
劃
し
て
、

、f
、

'
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か
ね
て
将
帥
た
る
資
格
が
な
い
と
非
難
さ
れ
て
い
た
節
度
使
蓋
嘉
運

出
、
振
武
軍
を
守
る
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
こ
に
開
元
十
七
年
以
来
確

保
し
て
き
た
重
要
燦
舶
を
吐
蕃
の
手
に
委
ね
、
唐
の
優
勢
は
逆
轄
し

て
不
利
な
位
置
に
立
つ
の
や
む
な
き
に
至
っ
た
。
従
っ
て
、

そ
の
後
、

天
質
年
間
に
お
け
る
唐
の
努
力
は
、
こ
の
退
勢
の
挽
回
に
向
け
ら
れ

る
の
は
蛍
然
で
あ
る
。
天
賓
元
年
十
二
月
、
臨
右
節
度
使
皇
甫
惟
明

が
吐
蕃
撃
破
を
奏
し
た
の
は
、
そ
の
最
初
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
し

か
し
そ
れ
も
、
振
武
箪
の
喪
失
を
怒
り
溢
功
を
喜
ぶ
玄
宗
の
意
を
迎

え
る
た
め
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
吐
蕃
撃
破
の
こ
と
は
そ

う
大
し
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

つ
い
で
二
年
四
月
、

積
極
的
に
西
卒
郡
か
ら
出
動
し
て
洪
済
城
を
破
っ
た
。
こ
う
し
て
次

第
に
吐
蕃
に
劃
す
る
優
勢
な
地
歩
が
築
い
て
行
か
れ
る
よ
う
に
み
え

た
け
れ
ど
も
、
四
載
九
月
石
室
城
に
戦
っ
て
一
敗
地
に
ま
み
れ
る
に

お
よ
ん
で
、
な
お
麿
の
吐
蕃
に
封
す
る
非
力
ぶ
り
が
明
ら
か
に
さ
れ

た
。
五
載
正
月
皇
甫
惟
明
は
宰
相
李
林
甫
の
た
め
に
し
り
ぞ
け
ら
れ
、

こ
れ
に
代
っ
て
王
忠
嗣
が
河
西
・
臨
右
衛
度
使
と
な
っ
た
。
王
忠
嗣

は
前
年
か
ら
削
方

・
河
東
の
節
度
使
を
粂
ね
、
充
分
に
過
境
の
軍
備

を
と
と
の
え
、
必
勝
の
名
将
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
彼
、
が
さ
ら
に

河
西
・
臨
右
節
度
使
と
な
る
や
、
さ
き
に
朔
方
・
河
東
に
お
い
て
た

く
わ
え
た
軍
馬
の
一
部
分
を
河
西
・
臨
右
に
移
し
、
彼
の
掌
握
し
た

-36 -

唐
の
軍
隊
は
い
ち
じ
る
し
く
強
力
な
も
の
と
な
っ
た
。
か
く
し
て
彼

は
青
海
積
石
で
吐
蕃
に
勝
っ
た
。
六
裁
に
は
、

王
忠
嗣
は
河
東
・
朔

方
の
節
度
を
僻
し
、
も
つ
ば
ら
吐
蕃
に
嘗
る
こ
と
に
な
っ
た
。
吐
蕃

に
射
す
る
戦
備
は
天
費
以
来
は
じ
め
て
の
充
賓
ぶ
り
を
示
し
た
の
で
、

か
ね
て
振
武
軍
石
室
城
の
喪
失
を
遺
憾
と
し
て
い
た
玄
宗
は
f

王
忠

嗣
に
こ
れ
を
攻
め
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
慎
重
を
た
つ
と
ぶ
彼

は
、
石
室
城
の
険
固
な
こ
と
を
い
っ
て
、
そ
の
攻
撃
は
時
期
尚
早
で

あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
と
こ
ろ
が
彼
の
部
下
の
将
軍
董
延
光
は
自
ら

石
盤
一城
を
取
ら
ん
こ
と
を
請
、
っ
た
の
で
、
玄
宗
は
忠
嗣
に
こ
れ
を
助

け
よ
と
命
令
じ
た
。
し
か
し
忠
嗣
は
、
激
高
の
衆
を
以
て
一
城
を
得



て
も
敵
を
制
す
る
に
足
ら
ぬ
、
自
分
の
官
は
奪
わ
れ
て
も
数
寓
人
の

命
を
救
お
う
、
と
決
心
し
て
、
充
分
な
助
力
を
し
な
か
っ
た
。
石
盤

城
を
攻
撃
し
た
延
光
は
失
敗
し
た
の
で
、
忠
嗣
が
軍
計
を
温
ん
だ
と

訴
え
た
。
そ
の
結
果
、
六
載
十
一
月
、
彼
に
代
っ
て
、
副
使
寄
針
翰

が
臨
右
節
度
使
と
な
っ
た
。

瓦
町
箭
翰
は
も
と
突
騎
施
の
酋
長
寄
箭
部
の
出
自
と
い
わ
れ
、
父
道

元
は
安
西
都
護
持
軍
赤
水
軍
使
と
し
て
安
西
に
い
た
。
翰
は
年
四
十

徐
で
父
を
う
し
な
い
、
京
師
に
客
居
し
て
い
た
が
、
長
安
尉
に
侮
辱

さ
れ
た
こ
と
に
護
憤
し
て
、
河
西
節
度
使
王
倍
の
部
下
と
し
て
つ
か

え
、
軍
功
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
名
を
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま

た
節
度
使
王
忠
嗣
の
下
に
衝
持
に
署
せ
ら
れ
、
部
下
の
心
服
す
る
と

つ
い
で
大
斗
軍
副
使
と
な
り
、
苦
抜
海
に
、
ま
た

積
石
軍
に
、
吐
蕃
と
戦
っ
て
猛
終
ぶ
り
を
護
揮
し
た
が
、
天
資
六
載

十
月
に
は
臨
右
節
度
副
使
に
な
っ
た
。
彼
は
単
な
る
猛
持
で
は
な
く
、

こ
ろ
と
な
っ
た
。

左
氏
春
秋
・
漢
蓄
を
讃
み
、
ま
た
財
を
士
卒
じ
施
こ
し
、
そ
の
心
を

っ
か
ん
で
い
た
と
停
え
ら
れ
る
。
か
か
る
人
物
が
王
忠
嗣
に
代
っ

て
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臨
右
節
度
使
と
さ
れ
た
の
は
、
臨
右
方
面
に
お
け
る
そ
の
経
歴
お
よ

び
部
下
将
兵
と
の
関
係
が
高
く
評
債
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

玄
宗
が
官
一
円
針
翰
に
期
待
し
た
乙
と
は
、
王
忠
嗣
に
命
令
し
た
と
こ

ろ
と
異
な
る
は
ず
が
な
い
。
嘗
時
の
現
賦
維
持
に
は
と
ど
ま
ら
ず
、

進
ん
で
吐
蕃
の
勢
力
を
騨
逐
し
、
か
つ
て
の
優
勢
を
と
り
一
戻
す
こ
と

で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
ι

か
か
る
玄
宗
の
期
待
は
、
積
極
果
断
を

以
て
聞
え
た
寄
管
翰
に
ふ
さ
わ
し
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

寄
好
翰
が
ま
ず
着
手
し
た
の
は
、
従
来
し
ば
し
ば
吐
藩
と
の
衝
突

が
行
な
わ
れ
た
青
海
方
面
の
備
え
を
堅
固
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
ー天
費
七
載
の
末
、
こ
の
方
面
に
神
威
軍
を
設
け
、
ま
た
青

海
中
の
龍
駒
島
に
慮
龍
城
を
築
い
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
吐
蕃
の
青
海

に
近
ず
き
来
る
危
険
を
除
く
こ
と
が
で
き
た
。

こ
う
し
て
い
よ
い
よ
天
賓
以
来
の
懸
案
た
る
石
室
城
の
攻
略
が
寄

'
日出

許
翰
に
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
八
載
六
月
、
玄
宗
は
彼
に
、
一

陣
右
・
河
西
お
よ
び
突
恢
・
阿
布
思
の
兵
と
さ
ら
に
増
援
し
た
朔

方
・
河
東
の
兵
凡
そ
六
蔦
三
千
を
ひ
き
い
て
石
室
域
を
攻
撃
さ
せ
た
。

攻
撃
は
困
難
を
き
わ
め
、
王
忠
嗣
が
い
っ
た
よ
う
に
職
死
者
数
高
を

犠
牲
と
し
た
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
彼
は
部
将
を
督
励
し
て
強
引
に

こ
れ
を
抜
く
こ
と
が
で
き
た
。

こ
う
し
て
手
に
入
れ
た
石
盤
城
を

紳
武
寧
と
し
て
唐
の
有
力
な
操
貼
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
み
な
ら

ず
、
吐
藩
と
の
閣
境
J

で
あ
っ
た
赤
嶺
方
面
に
屯
田
を
聞
き
、
さ
ら
に

軍
備
を
充
賓
さ
せ
、
翌
年
に
は
吐
蕃
の
樹
敦
城
を
抜
い
た
王
難
得
を
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白
水
軍
使
と
し
て
備
え
を
固
め
る
な
ど
、
瓦
町
品
川
翰
の
時
に
な
っ
て
鴎

右
に
お
け
る
吐
蕃
に
劃
す
る
形
勢
は
、
従
前
に
比
し
て
は
る
か
に
優

勢
と
な
り
、
こ
こ
に
唐
の
劣
勢
は
よ
ほ
ど
挽
回
さ
れ
た
こ
と
は
疑
い

t
、。

φ
/

一tuw石
室
城
を
抜
い
て
か
ら
し
ば
ら
く
は
寄
品
川
翰
の
活
動
は
鳴
り
を
し

ず
め
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
こ
の
時
こ
う
む
っ
た
損
失

を
補
充
し
、

さ
ら
に
次
の
積
極
的
行
動
へ
の
準
備
を
整
え
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。
果
し
て
天
費
十
二
載
五
月
、
吐
藩
を
撃
破
し
て
洪
済
・

大
漠
門
等
の
城
を
抜
き
、
黄
河
九
曲
の
故
地
を
収
め
た
。
九
曲
の
土

地
を
失
っ
た
の
は
容
宗
の
景
雲
元
年
、
時
の
都
州
都
督
楊
短
が
吐
蕃

に
嫁
し
た
金
城
公
主
の
湯
体
邑
と
し
て
不
究
に
も
こ
れ
を
吐
蕃
に
輿

え
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
吐
蕃
の
洪
済
・
大
漠
門
等
の
城
は
こ
の
地

を
守
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
吐
蕃
が
ひ
ん
ぴ
ん
と
し
て

入
冠
し
、

唐
を
苦
し
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
「
そ
の
地
は
肥
良

に
し
て
頓
兵
畜
牧
す
る
に
堪
え
、
ま
た
麿
境
と
接
近
す
」
と
い
わ
れ

る
九
曲
の
地
に
操
っ
て
、
そ
の
勢
力
を
養
い
得
た
こ
と
が

一
つ
の
理

由
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
地
に
唐
の
攻
撃
が
向
け
ら
れ
る
の
は
、
吐

蕃
と
の
樹
抗
上
必
然
的
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
開
元
五
年
七
月
、
臨

右
節
度
使
郭
知
運
が
吐
蕃
を
九
曲
に
破
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
十

六
年
七
月
に
は
節
度
使
張
忠
亮
が
大
漠
門
城
を
抜
い
た
こ
と
が
あ
り
、

さ
ら
に
前
述
の
よ
う
に
天
賓
二
年
四
月
に
は
皇
甫
惟
明
が
洪
済
城
を

破
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
単
に
一
時
的

に
吐
蕃
箪
撃
破
に
成
功
し
た
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
九
曲
の
故

地
を
確
保
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
豆
町
箭
翰
の
力
に
よ
っ
て

は
じ
め
て
成
し
と
げ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
重
要
な
土
地
を
収

め
る
こ
と
が
で
き
た
彼
の
功
績
が
高
く
評
債
さ
れ
る
の
は
嘗
然
で
あ

ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
こ
の
重
要
な
九
曲
の
故
地
を
確
保
し
て
い

く
た
め
に
は
そ
の
附
近
に
新
し
く
軍
を
設
置
す
る
こ
と
も
蛍
然
で
あ

- 38ー

ろ
う
。
紳
策
軍
は
そ
の
一
つ
に
外
な
ら
な
い
。
先
に
は
『
、
通
鑑
』
に

よ
っ
て
、
紳
策
軍
の
設
置
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、

そ
の
他
の
史
書
に

も
そ
の
こ
と
は
見
え
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
、
そ
の
位
置
を
よ
り

明
ら
か
に
示
す
の
は

『唐
舎
要
』
沌

諸
使
中
、
節
度
使
の
僚
の
次

の
文
で
あ
る
。

神
策
軍
。
天
賓
十
三
載
七
月
十
七
日
。
臨
右
節
度
耳
町
品
川
翰
。
以
前

年
収
黄
河
九
曲
。
請
分
其
地
置
挑
陽
郡
。
内
置
軍
鷲
。
以
成
如
穆

震
太
守
。
充
榊
策
軍
使
。
去
臨
挑
軍
二
百
絵
里
。

こ
れ
に
績
い
て
、

宛
秀
軍
。
同
前
年
分
九
曲
置
潰
河
郡
。
内
置
軍
駕
。
以
減
奉
忠
爵



太
守
。
充
軍
使
。

す
な
わ
ち
九
曲
の
地
に
桃
陽
郡
・
湯
河
郡
が
設
け
ら
れ
、
前
者
に
神

策
中
阜
、
後
者
に
は
宛
秀
軍
が
お
か
れ
た
。
右
の
二
郡
の
位
置
に
つ
い

て
は
、
『
遁
鑑
』
初

胡
注
に
、

，

挑
陽
・
潰
河
二
郡
。
皆
置
於
桃
・
廓
二
州
西
南
。

と
読
か
れ
、
桃
州
は
甘
粛
臨
揮
豚
西
南
七
十
皇
、
廓
州
は
青
海
西
寧

蘇
の
南
方
黄
河
の
北
岸
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は

二
軍
の
位
置
は
、

は
、
さ
ら
に
、

お
よ
そ
の
方
向
が
わ
か
る
に
す
ぎ
な
い
。
胡
注
仁

挑
州
西
八
十
塁
。
磨
環
川
置
紳
策
軍
。

と
あ
れ
y
、
『
新
唐
書
』

ω
地
理
志
、
挑
州
臨
挑
郡
め
僚
に
は
、

西
八
十
里
。
謄
梓
川
有
榊
策
軍
。
天
賓
十
三
載
置
。

と
あ
る
。
こ
の
磨
環
川
あ
る
い
は
磨
梓
川
が
現
在
の
ど
の
川
に
嘗
る

の
か
は
定
め
ら
れ
な
い
が
、

『
元
和
郡
勝
士
山
』
拘

挑
州
の
僚
に
、

紳
策
軍
在
州
西
八
十
里
。
天
費
十
三
年
。
寄
箭
翰
置
。
在
桃
河
南

岸。

と
あ
る
こ
と
と
考
え
合
せ
る
と
、
神
策
軍
の
位
置
は
お
そ
ら
く
桃
河

の
河
源
附
近
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
『
新
唐
書
』

mw
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地
理
志
、

廓
州
の
僚
に
、

西
有
寧
溢
軍
。
本
寧
塞
軍
。

西
八
十
里
。
宛
秀
城
有
威
勝
軍
。
西

南
百
四
十
塁
。
洪
済
橋
宥
金
天
軍
。
其
東
南
八
十
里
。
百
谷
域
有

武
寧
寧
。
南
二
百
塁
。
黒
峡
川
有
曜
武
軍
。
皆
天
費
十
三
載
置
。

と
あ
り
、
ま
た
河
州
の
僚
に
は
、

西
八
十
里
。
索
恭
川
有
天
成
軍
。
西
百
徐
塁
。
鵬
築
城
有
振
威
軍
。

皆
天
賓
十
三
載
置
o

m叫

と
あ
っ
て
、
天
質
十
三
載
、
紳
策
寧
の
設
置
と
前
後
し
て
、
も
と
の

寧
塞
箪
を
回
復
し
て
寧
溢
軍
を
お
い
た
ほ
か
に
、

威
勝
軍
・
金
天

軍
・
武
寧
軍
・
曜
武
軍
・
天
成
箪
・
振
威
寧
の
諸
軍
を
、

か
つ
て
吐
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蕃
の
勢
力
範
囲
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
配
置
し
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ

る

こ
れ
ら
の
諸
軍
と
神
策
軍
と
は
、
相
互
に
近
接
し
て
い
る
と
は
い

い
難
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
九
曲
の
土
地
に
劃
す
る
役
割

に
よ
っ
て
互
い
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
九
曲
と
は
青

海
貴
徳
豚
南
方
の
、
大
き
く
湾
曲
し
た
黄
河
に
挟
ま
れ
た
慶
大
な
土

地
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
九
曲
の
東
側
は
河
州

げ
挑
州
に
近

い
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
神
策
軍
以
下
の
右
の
諮
軍
は
、
こ
の
土
地

‘
を
、
東
・
東
北
・
北
か
ら
と
り
か
こ
み
、
か
っ
そ
の
中
に
入
り
こ
ん

で
配
置
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
九
曲
を
確
保
し
、
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進
ん
で
積
極
的
に
こ
れ
を
経
営
し
て
、
吐
蕃
に
強
座
を
加
え
得
る
基

地
と
し
よ
う
と
企
固
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ

の
企
聞
は
少
し
も
果
さ
れ
な
か
っ
た
。
安
禄
山
の
反
凱
が
勃
護
し
た

た
め
に
、
西
方
に
向
う
は
ず
で
あ
っ
た
紳
策
軍
は
、
逆
に
東
に
向
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

註ω『
遁
鑑
』
一
一
一
四
に
よ
る
と
二
十
七
年
正
月
、
閥
内

・
河
東
の
批
士
三
、

五
詩
人
を
選
募
し
て
臆
右
に
汲
遺
し
た
。

ω『
泡
銭
』

一
一
一
四
、
開
元
二
十
八
年
六
月
左
丞
相

・
婆
耀
卿
が
は
げ
し
い

非
難
の
上
疏
を
し
た
。

刷

『
沓
麿
哲
』
一

O
四、

署
管
翰
俸
に
、
そ
の
父
は
安
西
副
都
談
と
い
う
。

ω『
古
田
寝
苦
』
一

九
六
、
吐
恭
列
体
。

ω百
柄
本
に
は
、
天
資
十
二
載
と
あ
る
が
、
正
し
く
な

い
と
思
わ
れ
る
。

『一
冗
和
郡
豚
士
ど

三

九
、
廓
州
の
後
に
は
、
儀
鳳
二
年
に
お
か
れ
た
積
石

寧
を
は
じ
め
、
寧
溢
寧

・
威
勝
寧

・
金
天
寧

・
武
寧
軍

-m武
軍
の
位
置

を
一
示
し
、

右
寧
進
等
五
軍
。
並
天
資
十
三
年
寄
傍
翰
奏
置
。

と
あ
る
。

天
費
十
四
載
十
一
月
安
禄
山
が
敢
て
市
陽
に
反
凱
を
起
し
た
動
機

の
一
つ
と
し
て
、
彼
が
卒
慮
・
市
陽

・
河
東
三
節
度
使
を
衆
ね
、
強

-
大
な
軍
事
力
を
も
っ
て
い
た
の
に
謝
し
て
、
京
師
を
守
る
べ
き
箪
除

が
弱
小
で
あ
っ
た
と
い
う
事
賓
が
あ
げ
ら
れ
る
。
首
時
の
禁
軍
は
、

す
で
に
府
兵
制
度
崩
壊
し
て
募
兵
化
さ
れ、

は
な
は
だ
弱
勢
粗
質
で
あ
っ
た
。

一
般
的
太
卒
の
風
潮
に

『
麿
舎
要
』
η

軍
雑

慣
れ
て
、

錦
に
、天

賓
末
。
天
子
以
中
原
太
卒
。
修
文
教
。
慶
武
備

0

・
:
・
:
惟
謹
州

置
重
兵
。
中
原
乃
包
其
文
甲
。
示
不
復
用
。
人
至
老
不
開
戦
襲
。

六
軍
諸
衛
之
土
。
皆
市
人
白
徒
。
富
者
販
縮
綜
。
食
梁
肉
。
批
者

す

も

5
つ
な
ひ
き
ち
か
ら
く
ら
へ

角
抵
抜
河
。
掴
木
狂
鍛
。
日
以
寝
闘
。
有
事
乃
股
傑
不
能
援
甲
。
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其
後
盗
乗
而
反
。
非
不
幸
也
。

と
。
禁
箪
の
堕
落
ぶ
り
が
停
え
ら
れ
て
い
る
。
反
範
勃
護
の
直
後
、

京
師
で
は
新
し
く
兵
を
募
集
し
た
が
、

集
ま
っ
た
も
の
は
み
な
市
井

の
子
弟
で
、
到
底
強
力
な
軍
除
が
編
成
さ
れ
る
は
ず
は
な
か
っ
た
。

従
っ
て
玄
宗
の
頼
り
得
る
と
こ
ろ
は
、

西
北
の
重
兵
す
な
わ
ち
朔

方

・
河
西
・
臨
石
の
兵
に
ほ
か
な
ら
ず
、
豆
町
倍
翰
の
管
輯
訓
練
し
て

来
た
河
西

・
鴎
石
の
兵
が
そ
の
重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。
『
遁
鑑
』

加
ザ
」
+
」
匹
、

i
i
 

〔
天
質
十
四
載
十
二
月
〕
壬
辰
。
上
下
制
。
欲
親
征
。
其
朔
方
河



西
臨
右
兵
。
留
守
城
壁
之
外
。
皆
赴
行
管。

令
節
度
使
自
将
之
。

期
二
十
日
畢
集
。

と
あ
り
、
遺
境
の
軍
隊
は
、

一
部
を
除
い
て
、
中
圏
内
地
に
向
っ
て

動
員
さ
れ
た
。

安
禄
山
が
搭
陽
に
反
し
た
と
き
、
彼
は
唐
の
宰
相
楊
圏
忠
を
討
つ

こ
と
を
名
目
と
し
て
か
か
げ
た
。
も
と
彼
と
楊
園
忠
と
は
反
目
は
な

は
だ
し
く
、
園
忠
は
し
ば
し
ば
禄
山
の
異
志
あ
る
こ
と
を
玄
宗
に
奏

し
て
い
た
。
そ
れ
は
玄
宗
の
き
く
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、

楊
園
忠
は
禄
山
を
除
く
た
め
に
、
も
と
よ
り
禄
山
と
不
和
な
寄
鋒
翰

と
結
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
奇
骨
翰
と
安
禄
山
と
は
、
た
が
い
に
深
刻

川
創

に
憎
悪
し
て
い
わ
。
い
ま
安
禄
山
の
反
す
る
に
及
ん
で
、
寄
箭
翰
が

兵
を
ひ
き
い
℃
こ
れ
を
阻
も
う
と
し
た
の
は
、
従
来
の
個
-人
的
な
開

係
か
ら
い
っ
て
も
、
嘗
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

紳
策
軍
は
節
度
使
瓦
町
傍
翰
の
指
揮
下
に
出
動
し
た
軍
隊
の
中
に
含

ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
が
、

『
逼
鑑
』

m

元
年
の
僚
に
、

期
宗
上
元

及
安
禄
山
反
。
軍
使
成
如
謬
。
遣
其
持
衛
伯
玉
。
将
千
人
赴
難。
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既
而
軍
地
論
入
吐
蕃
。
伯
玉
留
屯
於
険
。

と
あ
り
、
衛
伯
玉
が
紳
策
寧
千
人
を
ひ
き
い
て
反
軍
鎮
座
に
加
わ
っ

た
と
停
え
ら
れ
る
。
こ
の
文
に
よ
っ
て
判
断
す
れ
ば
、
天
費
十
四
載

十
二
月
の
出
動
命
令
に
臆
じ
た
節
度
使
の
軍
隊
の
中
に
、
神
策
軍
も

含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
果
し
て
衛
伯
玉

の
ひ
き
い
る
紳
策
軍
が
、
こ
の
と
き
直
ち
に
出
動
し
た
か
、

と
い
う

と
、
疑
問
の
徐
地
が
あ
る
。
ぞ
れ
は
、

『奮
唐
書
』

出

衛
伯
玉
俸
に

iま
粛
宗
即
位
。
輿
師
靖
難
。
伯
玉
激
憤
恩
立
功
名
。
自
安
西
婦
長
安
。

初
矯
紳
策
軍
兵
馬
使
出
鎖
。

と
あ
り
、

伯
玉
が
一
紳
策
軍
兵
馬
使
と
な
っ
て
出
動
し
た
の
は
、
粛
宗

- 41-

即
位
の
後
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
そ
れ
以
前
に
紳
策
軍

が
出
動
し
た
こ
と
を
示
す
記
事
は
見
え
な
い
。
故
に
紳
策
軍
の
出
動

は
安
史
の
飽
の
勃
護
直
後
で
は
な
く
、
粛
宗
即
位
以
後
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
天
賓
十
四
載
十
二
月
寄
好
翰
に
ひ
き
い

ら
れ
て
澄
闘
の
防
禦
に
嘗
り
、
翌
年
六
月
撞
閥
を
出
て
、
山
佳
乾
一
路
の

反
軍
と
戦
っ
て
惨
敗
を
喫
し
た
と
こ
ろ
の
河
臨
朔
方
等
の
兵
の
中
に

は
、
こ
の
紳
策
軍
は
加
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

繍
宗
が
霊
武
に
即
位
し
た
の
は
至
徳
元
載
七
月
で
あ
っ
た
。
そ
の

頃
一
脚
策
寧
を
統
轄
し
た
臨
右
節
度
使
は
郭
英
久
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

『
遁
鑑
』
仰
に
、
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髄
右
節
度
使
郭
英
バ
ザ〈篇
天
水
太
守
粂
防
禦
使
。

と
あ
り
、

『
新
麿
書
』
日

方
銀
表
に
よ
る
と
、
こ
の
年、

天
水
郡
太

守
が
、
防
禦
守
捉
使
お
よ
び
大
震
開
使
を
粂
ね
る
こ
と
に
な
っ
た
。

粛
宗
紀
に
よ
る
と
、
そ
の
即
位
直
後
に
行
な
わ
れ
た

『
奮
唐
書
』
叩

異
動
で
、
臨
右
節
度
使
郭
英
え
が
天
水
郡
太
守
と
な
り
、
臨
右
兵
馬

使
彰
元
障
が
節
度
使
と
な
っ
た
と
侮
え
ら
れ
る
。
嘗
時
の
紳
策
軍
の

指
揮
系
統
あ
る
い
は
駐
留
地
は
明
ら
か
に
で
き
な
い
が
、
お
そ
ら
く

な
お
臨
右
の
土
地
に
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
人
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。

先
に
瓦
同
島
削
翰
が
敗
れ
た
と
き
、
河
西

・
臨
右
の
兵
の
損
傷
は
少
な

く
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
な
お
こ
の
頃
、
河
臨
の
勤
騎
は
鮪
宗
に
と

っ
て
力
強
い
希
望
で
あ
っ
た
。
ま
た
安
禄
山
に
と
っ
て
も
、
河
臨
の

持
土
の
動
向
は
事
の
成
否
に
影
響
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
禄
山
は

そ
の
特
高
嵩
を
汲
遣
し
て
、
河
臨
の
持
土
を
味
方
に
つ
け
よ
う
と
し

前川叫

た
が
、
郭
英
ぱ
〈
は
こ
れ
を
斬
っ
て
断
乎
た
る
態
度
を
示
し
た
。
彼
は

反
飢
軍
に
備
え
て
閥
西
を
固
め
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
間
も
な
く
東

に
向
っ
て
進
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
年
十
こ
月
、
彼
は
鳳
朔

太
守
と
な
っ
ね
。
そ
れ
は
、
南
京
回
復
の
た
め
に
、
ま
ず

一
歩
を
踏

み
出
し
て
、
こ
の
地
を
固
め
た
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
翌
至

徳
二
載
二
月
、
爾
宗
は
鳳
朔
ま
で
来
た
が
、

そ
の
地
燥
を
固
め
た
の

は
英
ゲ
〈
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
績
い
・て
、
臨
右
・
河
西

・
安
西
・

西
域
の
兵
が
こ
こ
に
集
結
し
た
。
そ
の
「
西
北
守
塞
及
諸
胡
之
兵
」

と
い
わ
れ
か
中
に
、
お
そ
ら
く
紳
策
軍
も
含
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

そ
の
配
置
に
つ
い
て
は
、

『
逼
鑑
』
仰

ザ
」
、

関
内
節
度
使
王
思
躍
。
軍
武
功
。
兵
馬
使
郭
英
ザ〈。

寧
東
原
。
王

難
得
軍
西
原
。

と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
先
鋒
た
る
郭
英
久
の
軍
は
反
飢
軍
と
衝

突
し
て
敗
れ
た
。
英
又
は
負
傷
し
て
敗
走
し
、

王
難
得
も
こ
れ
を
救
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王
思
躍
は
扶
風
に
退
き
、
反
飢
軍
の
遊
兵
は
鳳
朔

の
、
近
く
に
出
複
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
敗
戦
後
の
事
態
に
つ
い

て
、
『
冊
府
元
亀
』
抑
将
帥
部
、
撫
土
卒
に
、

成
如
理
潟
特
進
。
至
徳
二
年
。
関
西
節
度
郭
英
久
潟
賊
所
敗
。
如

理
代
英
久
。
収
其
徐
卒
於
岐
山
。
撫
其
搭
摸
。
招
其
遁
散
。
三
軍

わ
ず
に
敗
走
し
、

之
士
。
有
如
挟
縮
。
便
以
其
衆
。
置
輿
卒
軍
於
廊
牒
東
原
。
粛
宗

以
如
理
篇
使
。

と
あ
り
、
敗
走
し
た
郭
英
久
の
部
下
は
、
成
如
理
に
よ
っ
て
収
容
さ

れ
、
そ
れ
を
輿
卒
軍
と
し
た
と
い
わ
れ
る
。
如
理
は
も
と
紳
策
軍
使

で
あ
っ
た
が
、
こ
の
と
き
は
神
策
寧
と
直
接
関
係
が
あ
っ
た
と
は
俸



え
ら
れ
な
い
。
彼
が
軍
使
と
な
っ
た
輿
卒
中
阜
の
中
に
、
一
神
策
軍
の
兵

が
含
ま
れ
た
、
と
限
定
す
る
と
、
こ
の
後
、
紳
策
軍
と
い
う
名
は
套

を
消
し
て
し
ま
う
は
ず
で
あ
る
。
故
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
え

な
い
。
紳
策
軍
は
郭
英
久
の
指
揮
下
に
あ
っ
た
と
い
う
公
算
も
き
わ
，

め
て
少
な
い
。
王
思
膿
・
王
難
得
は
と
も
に
も
と
寄
鋒
翰
の
部
下
で
、

臨
右
の
軍
隊
と
は
閥
係
が
深
い
の
で
、
あ
る
い
は
紳
策
軍
は
そ
の
ど

ち
ら
か
の
下
に
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
紳
策
箪
は
衛

伯
玉
の
指
揮
の
下
に
鳳
朔
の
前
面
に
あ
り
、
こ
の
時
大
き
な
打
撃
を

受
け
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

紳
策
寧
の
動
き
に
つ
い
て
推
測
し
て
み
よ
う
と
し
て
も
、
こ
の
頃

の
こ
と
に
閲
し
て
は
、
明
確
な
記
銑
は
蔑
さ
れ
て
い
な
い
。
明
ら
か

に
知
ら
れ
る
情
勢
と
矛
盾
し
な
い
よ
う
に
想
像
を
進
め
る
よ
り
ほ
か

舎'に

警警
72 方

が
な

の
で
あ
る
1;' 

一
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
、

『
唐

京
城
諸
軍
に
、
次
の
文
が
あ
る
。

紳
策
軍
。
天
賓
初
。
耳
円
借
翰
破
吐
蕃
於
臨
挑
城
西
二
百
絵
里
。
途

請
以
其
地
震
紳
策
軍
。
朝
廷
以
成
如
理
潟
挑
陽
太
守
。
粂
紳
策
軍
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使
。
及
安
禄
山
反
。
如
理
使
其
勝
衛
伯
玉
領
紳
策
軍
千
品
開
人
。
赴

難
子
相
州
城
下
。
官
軍
棺
州
之
敗
。
伯
玉
収
其
兵
。
輿
親
箪
容
使

魚
朝
恩
。
同
保
険
州
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
唐
軍
劉
反
範
寧
の
事
態
の
推
移
|
|
李
嗣
業
・
郭

子
儀
・
王
思
膿
等
の
寧
が
長
安
の
西
方
に
集
結
し
、
至
徳
二
載
九
月

に
は
西
京
を
復
し
、
績
い
て
漬
闘
を
破
っ
て
、
十
月
に
は
東
京
を
も

復
し
た
ー
ー
そ
の
事
態
の
推
移
と
と
も
に
、
紳
策
軍
も
東
に
向
っ
て

移
動
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
乾
元
元
年
九
月
、
郭
子
儀
以
下
い
わ

ゆ
る
九
節
度
の
大
軍
を
翠
げ
て
、
安
慶
緒
を
鄭
城
に
圏
ん
だ
が
、
翌

か
え
っ
て
史
思
明
の
た
め
に
犬
敗
を
喫
す
る
に
至
っ
た
。

こ
の
職
闘
に
参
加
し
て
い
た
紳
策
寧
は
、
衛
伯
玉
に
ひ
き
い
ら
れ
て
、

退
い
て
快
州
に
、
駐
屯
し
た
|
|
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
〉
安
禄
山
の
反
蹴
勃
護
以
後
数
年
間
に
お
け
る
紳
策
軍
の
動

年
三
月
、
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と
ぼ
し
い
史
料
に
よ
っ
て
無
理
な
推
測
を
述
べ
た
が
、

こ
の
間
の
事
情
は
、
賓
は
不
明
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
ほ
ど
で
あ
る
。

紳
策
軍
の
名
が
、
唐
代
の
史
書
に
、
や
や
明
ら
か
な
形
で
あ
ら
わ
れ

ぎ
に
つ
い
て
、

て
く
る
の
は
、
そ
の
快
州
駐
屯
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
険
州
は
寧
富
市

交
通
上
の
要
地
と
し
て
知
ら
れ
、
快
西
を
保
持
す
石
た
め
に
も
、
河

南
を
維
持
す
る
た
め
に
も
、
こ
の
地
を
ま
ず
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
険
州
は
険
西
・
河
南
の
咽
喉
と
も
い
う
べ
き
要
地
で
あ
る
。

紳
策
軍
の
険
州
駐
屯
以
後
の
情
勢
に
つ
い
て
は
、
唐
代
の
史
書
に

か
な
与
記
事
が
あ
る
か
ら

J

そ
の
大
略
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
q
し
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か
し
た
が
い
に
矛
盾
す
る
記
事
も
あ
っ
て
、
す
べ
て
が
明
確
に
さ
れ

る
と
は
い
え
な
い
。『
唐
曾
要
』
に
は
先
の
文
に
績
い
て
、

時
西
溢
土
地
己
波
。
逐
語
伯
玉
所
領
軍
暁
紳
策
軍
。
以
伯
玉
寓
軍

使
。
山
内
快
州
節
度
使
郭
英
久
同
銀
子
快
。
観
軍
容
使
魚
朝
恩
亦
在

鷲
。
勅
伯
玉
以
其
兵
東
討
有
功
。
途
加
競
紳
策
軍
節
度
使
。
伯
玉

尋
聞
朝
。
英
ザ
〈
粂
領
紳
策
寧
節
度
使
。
零
迫
郭
英
ザ
〈
魚
僕
射
。
其

軍
遼
統
於
観
軍
容
使
。

と
あ
り
、
神
策
軍
の
質
権
が
、
伯
玉
か
ら
英
久
へ
、
さ
ら
に
魚
朝
恩

へ
と
移
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
賓
情
に
つ
い
て
、
考
察
を
加
え

て
み
た
い
。

も
と
一
柳
策
軍
の
お
か
れ
て
い
た
臨
右
の
地
は
べ
安
禄
山
の
反
観
と

と
も
に

そ
の
軍
隊
の
大
部
分
は
東
方
に
向
っ
て
出
動
し
た
た
め
、

無
防
備
に
近
い
朕
態
に
お
か
れ
た
か
ら
、
間
も
な
く
吐
蕃
の
勢
力
下

に
お
か
れ
る
に
至
っ
た
。
従
っ
て
乾
元
二
年
頃
に
は
、
紳
策
軍
を
故

地
に
戻
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
い
な
、
こ
の
時
河
北
に
史
思

明
を
控
え
て
い
た
の
で
、
紳
策
軍
を
故
地
に
婦
ら
せ
る
こ
と
な
ど
は
、

思
い
も
よ
ら
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
。
紳
策
軍
は
そ
の
ま
ま
険
州
に
駐
屯

し
つ
。
つ
け
る
よ
り
ほ
か
は
な
か
っ
た
。
も
と
よ
り
険
州
は
、
河
南
か

ら
河
北
へ
進
攻
す
る
た
め
に
も
、
開
中
を
確
保
す
る
た
め
に
も
、
重

要
な
操
酷
で
あ
っ
て
、
こ
の
地
に
た
x
紳
策
軍
の
み
が
あ
っ
た
の
で

は
な
く
、

ほ
か
の
軍
隊
も
集
合
駐
屯
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

f

紳
一
策
寧
以
外
の
軍
隊
と
し
て
は
、
ま
ず
、
険
貌
華
節
度
使
の
そ
れ

を
奉
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
乾
元
二
年
三
月
よ
り
来
瑛
が
険
貌
華
州
節

度
使

・
撞
開
防
禦
園
練
等
使
と
し
て
険
州
に
鎖
し
た
。
そ
こ
で
紳
策

軍
と
険
続
華
節
度
使
の
軍
隊
と
は
、
同
じ
険
州
に
お
い
て
、

そ
れ
ぞ

れ
別
個
の
軍
隊
で
あ
っ
た
。

『
遁
鑑
』

m
ザ
」
、

〔
乾
元
二
年
〕
十
一
月
甲
子
。
以
殿
中
監
査
秦
鴛
険
西
紳
策
南
軍

兵
馬
使
。
賜
姓
李
。
名
忠
臣
。

と
あ
る
よ
う
に
、
李
忠
臣
を
快
西
紳
策
南
軍
兵
馬
使
と
し
た
の
は
、

こ
れ
ら
を
統
一
的
に
動
か
そ
う
と
す
る
意
固
か
ら
出
た
の
で
あ
ろ
う

と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が

『
奮
唐
書
』

凶
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李
忠
臣
俸
に
は
、

時
険
西
・
紳
策
雨
節
度
郭
英
久
・
衛
伯
玉
鎖
険
州
。
以
忠
臣
矯
南

軍
節
度
兵
馬
使
。

と
あ
り
、
こ
の
時
、
郭
英
メ

・
衛
伯
玉
が
そ
れ
ぞ
れ
険
西

・
紳
策
南

節
度
使
で
あ
っ
た
と
停
え
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
疑
う
べ
き
離
が
あ

る
。
同
じ
『
奮
唐
書
』

叩

粛
宗
本
紀
に
よ
る
と
、
乾
元
三
年
(
閏

四
月
、
上
元
と
改
元
)
四
月
に
、

庚
申
。
以
右
羽
林
大
将
軍
郭
英
久
。
震
険
州
刺
史
。
険
西
節
度
。



油
開
防
禦
等
使
。

と
あ
り
、
英
ザ
〈
は
乾
元
二
年
末
に
は
、
ま
だ
険
西
節
度
使
で
は
な
か

っ
た
。
ま
た
伯
玉
が
紳
策
軍
節
度
使
に
な
っ
た
の
は
後
述
の
よ
う
に
、

上
元
元
年
八
月
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
か
く
し
て
、
乾
元
二
年
十
一

月
に
は
、
「
険
西
・
神
策
南
節
度
郭
英
犬
・
衛
伯
玉
」
は
存
し
な
か

っ
た
。
あ
る
い
は
、
李
忠
臣
が
南
軍
兵
馬
使
に
な
っ
た
の
が
上
元
元

年
八
月
以
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
、

ぞ
う
は
考
え
ら
れ

な
い
。
何
故
か
と
い
う
と
、
乾
元
二
年
十
二
月
、
伯
玉
が
険
州
に
冠

し
た
史
思
明
の
部
将
李
蹄
仁
の
軍
を
彊
子
阪
に
撃
破
し
、
そ
の
功
を

と
い
う
と
、

以
て
鎮
西
四
銀
行
佳
節
度
使
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
に
績
い
て
、

李
忠
臣

が
ま
た
蹄
仁
等
と
永
寧
・
捗
柵
の
聞
に
職
っ
て
、
し
ば
し
ば
こ
れ
を

破
っ
た
と
停
え
ら
れ
る
。
忠
臣
の
こ
の
事
績
は
、
彼
が
険
西
・
紳
策

南
軍
兵
馬
使
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
従

っ
て
、
上
元
元
年
四
月
、
英
M

人
が
険
酉
節
度
使
に
な
っ
た
と
き
に
は
、

彼
自
身
紳
策
軍
使
を
兼
ね
、
そ
の
下
に
李
忠
臣
が
南
軍
兵
馬
使
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
加
。
と
こ
ろ
が
神
策
軍
に
は
、
ま
も
な
く
専
任
の
節

度
使
が
お
が
れ
て
、
そ
れ
は
険
酋
節
度
使
か
ら
濁
立
の
形
を
と
る
に

至
っ
た
。
こ
の
年
八
月
、
先
に
鎮
西
四
銀
行
管
節
度
使
に
移
っ
た
伯
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玉
が
、
一
神
策
寧
節
度
使
と
し
て
険
州
に
駐
屯
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の

回

で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
も
と
は
単
に
臨
右
の

一
軍
に
す
ぎ
な
か
っ
た
柿
策
軍

は
安
史
の
反
慌
に
際
し
て
出
動
し
、
伯
玉
の
指
揮
の
下
に
険
州
に
お

い
て
功
績
を
翠
げ
、
お
そ
ら
く
そ
の
聞
に
兵
力
も
強
盛
を
加
え
、
こ

こ
に
一
節
度
使
の
下
に
統
率
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
同
じ
険

州
に
駐
屯
し
た
険
西
節
度
使
か
ら
溺
立
し
た
形
を
も
つ
に
至
っ
た
の

で
あ
る
が
、
郭
英
久
が
も
と
臨
右
節
度
使
で
あ
っ
た
上
に
、
な
お
李

忠
臣
が
雨
軍
兵
馬
使
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
紳
策
軍
は
険

西
節
度
使
の
軍
隊
と
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

- 45ー

さ
ら
に
険
西
節
度
使
・
紳
策
軍
節
度
使
と
密
接
な
閥
係
を
も
つ
も

の
と
し
て
、

観
軍
容
使
魚
朝
恩
を
翠
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
遁

鑑』

m
V

」、t
 

〔
乾
元
元
年
九
月
〕
上
以
〔
郭
〕

子
儀

・
〔
李
〕
光
弼
皆
元
動
。

難
相
統
属
。
故
不
置
元
帥
。
但
以
定
官
開
府
儀
同
三
司
魚
朝
恩
。

震
観
軍
容
宣
慰
慮
置
使
。
観
軍
容
之
名
。
自
此
始
。

と
、
観
軍
容
使
の
お
か
れ
た
由
来
が
説
明
さ
れ
る
が
、
こ
の
と
き
元

帥
l

|
総
司
令
官
を
お
き
難
か

っ
た
か
ら
、
観
軍
容
使
を
お
い
た
と

し
て
も
、
宜
官
魚
朝
恩
が
直
ち
に
元
帥
に
代
る
地
位
に
あ
っ
た
わ
け

で
は
な
い
。
郭
子
儀

・
李
光
弼
以
下
い
わ
ゆ
る
九
節
度
は
、

唐
朝
の
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た
め
に
安
慶
緒
を
討
と
う
と
し
た
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、

い
ず
れ

も
も
と
過
境
に
重
兵
を
擁
し
た
武
将
ば
か
り
で
、
唐
朝
と
し
て
は
彼

等
の
向
背
に
つ
い
て
、
幾
分
の
不
安
が
な
い
こ
と
も
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
。
反
凱
寧
の
側
か
ら
、
過
境
の
節
度
使
に
劃
し
て
誘
い
か
け
が

行
な
わ
れ
た
こ
と
も
あ
る
と
い
う
事
賞
は
、

か
れ
ら
が
必
ず
し
も
唐

朝
に
絶
叫
到
忠
誠
と
は
限
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
魚
朝
恩

は
、
こ
の
よ
う
な
諸
軍
を
監
視
し
、
唐
朝
と
の
連
絡
を
保
つ
べ
き
任

務
を
も
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
軍
隊
に
は
元
帥
は
お
か
れ
な

か
っ
た
が
、
郭
子
儀
の
地
位
が
も
っ
と
も
重
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
ぞ
れ
自
分
を
誇
り
と
す
る
武
持
た
ち
の
聞
に
お
い
て
、

魚
朝
恩
は
、
背
後
に
唐
朝
を
控
え
て
い
る
だ
け
に
、
そ
の
護
言
権
は

か
な
り
の
力
を
も
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
朝
恩
は
、
安
慶
緒
征
討

が
失
敗
に
移
っ
た
後
も
、
そ
の
ま
ま
観
軍
容
使
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

そ
の
地
位
を
利
用
し
て
、
郭
子
儀
を
し
り
ぞ
け
た
り
、
そ
の
河
北
征

討
の
計
章
一且
を
阻
止
し
た
り
し

h
r
険
州
に
お
い
て
、
魚
朝
恩
は
自
分

の
指
揮
し
得
る
軍
隊
を
も
た
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
衛
伯
玉
は
も
と

北
街
軍
凡
で
あ
っ
て
、
諸
持
の
中
で
は
、
も
っ
と
も
唐
朝
宮
廷
と
の

関
係
が
あ
っ
た
。
彼
を
紳
策
軍
節
度
使
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
朝

恩
は
紳
策
軍
を
自
分
の
統
率
す
る
軍
隊
に
近
い
も
の
と
し
よ
う
と
し

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
新
麿
書
』
加

宜
者
列
俸
、
魚
朝
恩
惇

に
、
「
朝
恩
以
紳
策
兵
屯
映
」
と
あ
る
の
は
、

」
の
質
情
を
端
的
に

示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

節
度
使
に
ひ
き
い
ら
れ
た
紳
策
軍
が
最
初
に
経
験
し
た
職
闘
は
、

上
元
二
年
二
月
、
李
光
弼
・
僕
固
懐
恩
と
共
同
し
て
行
な
っ
た
洛
陽

攻
撃
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
全
く
失
敗
に
移
っ
て
、
魚
朝
恩

・
衛
伯

ω
 

玉
は
も
と
の
険
州
に
も
ど
っ
た
。
こ
の
場
合
、
険
西
節
度
使
郭
英
久

の
軍
除
は
動
員
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
、
攻
撃
の
主
唱
者
朝
恩
は
伯

玉
と
と
も
に
行
動
し
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
績
い
て
三
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月
に
は
、

史
朝
義
の
兵
を
礎
子
嶺
に
む
か
え
て
、
こ
れ
を
撃
破
し
、

反
組
軍
の
侠
州
攻
略
の
意
圃
を
は
ば
ん
だ
。

こ
れ
は
史
思
明
・

史
朝

義
の
聞
に
軌
牒
を
生
ず
る
動
機
と
な
り
、
還
に
朝
義
は
思
明
を
殺
す

に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
建
子
月
(
十

一
月
)
、
伯
玉
は
朝
義
を

攻
め
て
、
永
寧
を
抜
き
、
溜
池
・
一
幅
昌

・
長
水
等
の
鯨
を
破
る
功
績

を
立
て
た
。
先
の
職
い
に
つ
い
て
、

『新
麿
書
』
加

魚
朝
恩
停
に
は
、

朝
恩
按
兵
陳
東
。
使
神
策
持
衛
伯
玉
。
輿
賊
将
康
文
景
等
戦
。
敗

之。
と
あ
る
よ
う
に
、
神
策
軍
は
節
度
使
衛
伯
玉
の
指
揮
下
に
あ
っ
た
が
、

さ
ら
に
そ
の
上
で
魚
朝
恩
が
こ
れ
を
監
視
指
導
し
、
動
か
し
て
い
た



少
な
く
と
も
上
元

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
『
遁
鑑
』
に
よ
る
と
、

二
年
の
末
ま
で
は
、
な
お
伯
玉
が
紳
策
一
軍
節
度
使
で
あ
っ
た
こ
と
は

た
し
か
で
あ
る
、
と
こ
ろ
が
そ
の
翌
年
、
す
な
わ
ち
代
宗
の
賓
臆
元

年
十
月
、
薙
王
這
・
僕
固
懐
恩
等
の
統
率
す
る
諸
道
節
度
使
お
よ
び

回
紅
の
大
軍
が
、
険
州
に
集
結
し
て
町、
史
朝
義
を
攻
撃
す
る
こ
と
に

な
っ
た
が
、
こ
の
と
き
、
衛
伯
玉
の
名
は
あ
ら
わ
れ
て
来
な
い
。
の

み
な
ら
ず
、
『
遁
鑑
』

m
ザ
」
キ
」
晶
、

l
i
 

諸
軍
護
侠
州
。
僕
固
懐
恩
輿
回
紘
左
殺
震
前
鋒
。
侠
西
節
度
使
郭

英
久
・
榊
策
現
軍
容
使
魚
朝
恩
篤
蹴
。

と
俸
え
ら
れ
て
い
る
。
朝
恩
は
、
か
つ
て
賓
質
上
支
配
し
て
い
た
神

策
軍
を
、
こ
こ
に
お
い
て
完
全
に
掌
握
し
、
自
ら
紳
策
観
寧
容
使
と

稽
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
観
軍
容
使
は
も
と
自
分
の
軍
隊
を

も
た
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
に
い
た
っ
て
、
名
賓
と
も
に
そ
れ
を
も
っ

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
先
に
あ
げ
た
『
唐
曾
要
』
花
の
文
に
よ

る
と
J

伯
玉
が
紳
策
軍
節
度
使
の
地
位
を
去
っ
て
中
央
へ
蹄
り
、
郭

英
久
が
ま
た
そ
れ
を
兼
領
し
、
そ
の
後
、
英
久
を
僕
射
と
し
て
、
一
脚

策
寧
は
観
軍
容
使
に
統
べ
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
と
読
か
れ
る
。
伯
玉
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の
あ
と
、
英
久
が
榊
策
軍
節
度
使
を
兼
ね
た
か
ど
う
か
、
ま
た
こ
の

と
き
神
策
軍
節
度
使
と
い
う
地
位
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
そ
れ
ら
の

黙
に
つ
い
て
疑
問
の
徐
地
が
残
り
、

い
ず
れ
と
も
判
断
し
か
ね
る
が
、

と
に
か
く
紳
策
軍
の
支
配
者
は
魚
朝
恩
と
な
っ
た
。

『
奮
唐
童
日
』
日
代
宗
本
紀
に
は
、

戊
辰
。
元
帥
薙
王
率
諸
軍
進
裂
。
留
郭
英
久
・
魚
朝
恩
。
鎮
陳
州
。

と
あ
る
が
、
紳
策
軍
は
殿
軍
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
陳
州
か
ら
出
動

し
た
よ
う
で
あ
る
。
東
京
回
復
の
た
め
の
職
闘
に
は
活
躍
も
し
な
か

っ
た
が
、
た
2

回
紘
や
朔
方
の
軍
隊
と
と
も
に
掠
奪
し
た
と
い
う
こ

と
は
停
え
ら
れ
て
い
到
。
こ
の
征
討
に
よ
っ
て
、
史
朝
義
の
軍
を
破

り
、
唐
朝
は
洛
陽
を
回
復
し
た
。
そ
こ
で
反
範
軍
の
諸
持
も
唐
朝
'に

降
る
も
の
が
多
く
、
つ
い
に
朝
義
は
降
牌
李
懐
仙
に
殺
さ
れ
、
安
史

の
蹴
は
よ
う
や
く
卒
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
神
策
箪
は
ま
も
な
く
、

も
と
の
如
く
険
州
に
駐
屯
す
る
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し

て
大
飢
卒
定
以
後
の
新
し
い
情
勢
の
下
に
、
神
策
軍
も
新
し
い
護
展
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を
と
げ
て
行
く
の
で
あ
る
。

註ω日
野
開
三
郎
氏
「
唐
代
務
鎮
の
政
麗
と
銀
将
」
(
上
)
東

J

洋
翠
報
二
六

J
四

同
氏
『
支
那
中
世
の
軍
閥
』

倒
潰
口
重
園
氏
「
府
兵
制
度
よ
り
新
兵
制
へ
」
史
亭
雑
誌
四
一

J
一
一
・
一

ω『
遜
鑑
』
一
一
一
七
に
、
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以
柴
王
椀
第
一
冗
帥
。
右
金
吾
大
将
軍
高
仙
芝
副
之
。
統
諸
軍
東
征
。
出

内
府
銭

F

吊
。
於
京
師
募
兵
十
一
高
。
続
日
天
武
軍
。
旬
日
而
集
。
皆
市

井
子
弟
也
。
十
二
月
丙
戊
。
高
仙
芝
将
飛
騎
強
騎
及
新
募
兵
透
丘
ハ
在
京

師
者
合
五
薦
人
。
波
長
安
。

ω『
遜
鑑
』
一
一
一
六
、
『
新
唐
書
』
一
一
一
一
五
寄
好
験
停
、
『
醤
唐
書
』
一

O
四

官
可
民
訂
翰
捕
陣
。

ω『
遜
鑑
』

二
一
八
。

的

『
沓
唐
書
』

一
O
、
繍
宗
本
紀
。

開
『
通
鑑
』
一
一
一
九
、
李
泌
の
言
。

ω『柑回
唐
奮
』
一

O
に、

〔
乾
元
二
年
=
一
月
丙
申
〕
以
河
西
節
度
副
使
来
環
。
層
周
侠
州
刺
史
。
充

銃
撃
節
度
・
涜
倒
防
禦
園
練
等
使
。

『
奮
唐
書
』

一
一
四
来
礎
体
に
、

以
環
需
用
快
州
刺
史
。
充
侠
彼
等
州
節
度
弁
湾
関
防
禦
園
練
鎮
守
使
。

『
遁
鑑
』

一
一
一
一
一
に
、

以
河
西
節
度
使
来
環
。
行
快
州
刺
史
。
充
快
伸
明
華
州
節
度
使
。

同
上
元
元
年
(
乾
元
コ
一
年
)
四
月
に
、
快
貌
華
街
度
使
が
挟
西
節
度
使
と
改

相
刑
さ
れ
、
節
度
使
は
来
濃
か
ら
郭
英
父
に
代
っ
た
。
(
『
新
唐
蓄
』
六
回
、

方
銀
表
)
『
通
鑑
』
一
一
一
一
一
に
、
来
環
の
職
名
を
侠
西
節
度
使
と
記
す
の

が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
改
稽
は
交
替
直
前
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

制

『
遁
鑑
』

一
一
一
一
一
。
『
泡
鑑
』
は
術
伯
玉
を
「
紳
策
兵
馬
使
」
と
し
、

『
奮

唐
替
』
一

O
に
は
「
紳
策
将
軍
衛
伯
玉
」
と
あ
り
、
『
新
唐
審
』
六
に
は
、

「
一
柳
策
軍
将
街
伯
玉
」
と
あ
る
。
彼
は
正
式
に
は
な
お
紳
策
寧
兵
馬
使
で

あ
っ
た
が
、
戦
功
に
よ
っ
て
鎮
西
四
銀
行
管
節
度
使
(
『
新
麿
書
』
一
四

一
衛
俸
に
は
四
銀
北
廷
行
管
節
度
使
)
と
な
っ
た
。
こ
れ
よ
り
先
、
乾
元

二
年
三
月
、
姦
非
元
穫
が
慎
州
刺
史
と
な
り
、
鎮
西
北
庭
行
管
節
度
使
を

権
知
し
て
い
た
が
、
十
月
に
は
、
反
飢
軍
の
将
、
安
太
清
が
懐
州
に
簸
る

に
至
っ
た
。

『
泡
銭
』
一
一
一
一
一
に
は
、
十
一
月
に
、
「
設
安
西
北
庭
兵
。
屯

侠
。
以
備
史
思
明
。
」
と
あ
り
、
街
伯
玉
は
や
は
り
険
州
に
い
た
の
で
あ

ろ
う
が
、

一
時
も
と
の
一
柳
策
箪
を
離
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

帥

『
奮
唐
書
』

一
一
七
、
郭
英
父
俸
に
、

朝
廷
方
討
史
思
明
。
選
任
将
帥
。
乃
起
英

χ
篤
侠
州
刺
史
。
充
険
西
節

度
満
開
防
御
ボ
等
使
。
尋
加
御
史
大
夫
衆
一
柳
策
軍
節
度
。

と
あ
り
、
彼
が
険
西
節
度
使
に
な
っ
た
の
は
、
上
元
元
年
(
乾
元
三
年
)

四
月
で
あ
る
o

こ
れ
に
よ
る
と
、
ま
も
な
く
彼
が
榊
策
軍
節
度
を
か
ね
た

よ
う
で
あ
る
が
、

『
新
唐
‘吉

』
六
四
、
方
銀
表
に
は
、
上
元
元
年
に
、

改
険
伸
明
筆
節
度
。
骨
周
快
西
節
度
。
粂
紳
策
軍
使
。
等
置
観
察
使
。

と
あ
り
、
お
そ
ら
く
彼
が
時
間
西
節
度
使
と
な
る
と
と
も
に
、
あ
る
い
は
そ

の
後
ま
も
な
く
、
一
柳
策
軍
使
を
粂
ね
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
は
た
し

て
こ
の
時
榊
策
寧
節
度
使
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
疑
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

帥

『
遜
鑑
』
二
二

一
、
唐
長
橋
『
唐
書
兵
士
仙
融
当
正
』
三
。

帥
『
通
鑑
』
二
二
一
、
乾
元
二
年
正
月
、
朔
方
軍
と
と
も
に
、
史
忠
明
を
攻

準
せ
ん
と
い
う
李
光
弼
の
作
戦
は
、
魚
朝
恩
が
不
可
と
し
た
た
め
、
資
行

さ
れ
な
か
っ
た
。
魚
朝
恩
は
武
将
で
な
か
っ
た
が
、
作
戦
上
に
も
渓
言
力

を
も
っ
て
い
た
。

川判

『
遁
鑑
』
二

二
一
、
乾
元
二
年
六
月
お
よ
び
上
元
元
年
九
月
。

伺
『
新
唐
書
』
五

O
、
兵
士
山
に
、

上
元
中
。
以
北
街
軍
使
衛
伯
玉
A

信
州
榊
策
箪
節
度
使
。
銀
侠
州
。
中
使
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魚
朝
恩
盛
岡
視
軍
容
使
。
監
其
軍
O

M
抑
制
『
通
鑑
』
一
一
一
一
一
一
。

も
と
進
境
に
お
か
れ
た
一
軍
に
す
ぎ
な
か
っ
だ
紳
策
箪
は
、
安
史
の

蹴
に
際
し
て
、
陳
州
に
駐
屯
す
る
こ
と
に
な
り
、
観
軍
容
使
魚
朝
恩

が
こ
れ
を
領
す
る
に
至
っ
た
。
こ
の
一
柳
策
軍
の
繁
質
あ
る
い
は
一護
展

の
経
過
に
つ
い
て
、
そ
こ
に
格
別
の
必
然
性
を
見
出
す
こ
と
は
困
難

で
あ
ろ
う
。
ま
た
紳
策
軍
が
魚
朝
恩
と
結
び
つ
い
た
こ
と
に
つ
い
て

も
、
紳
策
軍
の
も
と
も
と
の
性
格
の
中
に
、
そ
の
よ
う
な
結
果
を
ま

ね
く
理
由
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
過
境
の
寧
が
節
度
使
の
指

揮
下
に
出
動
し
た
こ
と
も
、
特
に
紳
策
草
の
み
に
限
ら
れ
た
こ
と
で

は
な
い
。
朝
恩
と
結
び
つ
く
の
が
神
策
軍
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い

う
必
然
性
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
甑
寧
容
使
の
領
す
る
と
こ
ろ
と
な

っ
て
か
ら
、
紳
策
軍
は
、
そ
の
特
別
な
性
格
を
あ
ら
わ
に
し
て
行
く

こ
と
に
な
っ
た
。

魚
朝
恩
の
ひ
き
い
る
紳
策
軍
の
護
展
は
、
偶
然
に
も
、
そ
れ
が
最
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初
に
備
え
て
い
た
吐
蕃
の
侵
入
と
い
う
事
責
に
よ
っ
て
、
も
た
ら
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
安
緑
山
の
反
範
と
と
も

に
、
過
境
の
精
鋭
は
、
そ
の
大
部
分
が
反
範
鎮
座
に
向
け
ら
れ
、

か

っ
て
太
宗
以
来
苦
心
経
管
し
て
き
た
封
外
問
題
に
つ
い
て
は
、

ほ
と

ん
ど
力
を
用
い
る
蝕
裕
も
な
く
、
従
っ
て
劃
外
政
策
も
き
わ
め
て
治

。極
的
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
西
北
漣
境
は
ほ
と
ん
ど
な
る
が

ま
ま
に
任
せ
ら
れ
た
朕
態
で
、
こ
の
大
観
を
契
機
と
し
て
、
回
紘
・

吐
蕃
等
と
の
勢
力
関
係
に
大
き
な
現
化
を
生
じ
た
。
そ
の
全
健
的
な

情
勢
に
つ
い
て
こ
こ
に
述
べ
る
必
要
は
な
い
が
、
た
だ
吐
蕃
勢
力
の

東
方
援
大
の
経
過
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
き
た
刊
。

『
遁
鑑
』

m
に
よ
る
と
、
早
く
も
至
徳
元
裁
八
用
に
、
威
我
・

紳
威
・
定
或
・
宣
威
・
制
勝
・
金
天
・
天
成
等
の
軍
と
石
室
城
・
百
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谷
城
・
離
築
城
と
を
崎
吐
蕃
に
奪
取
さ
れ
た
と
停
え
ら
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
寄
鋒
翰
が
新
し
く
経
営
に
乗
り
出
そ
う
と
し
た
根
嬢
地
の

大
部
分
が
、
逆
に
吐
蕃
の
擦
る
所
と
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
臨

右
の
土
地
に
は
、
も
は
や
往
年
の
精
鋭
は
存
在
し
な
い
か
ら
、
そ
の

後
の
吐
蕃
の
東
方
進
出
に
は
、
ほ
と
ん
ど
障
害
は
あ
り
得
な
い
。
そ

の
後
、
唐
の
鴎
右
に
お
け
る
諸
要
地
は
、
ま
ず
至
徳
二
載
十
月
に
鄭

州
、
乾
元
元
年
に
は
河
源
軍
、
上
元
元
年
に
は
廓
州
、
と
い
う
ふ
う

に
、
吐
蕃
の
勢
力
下
に
波
し
て
行
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
吐
蕃
に
と
っ

て
有
利
な
情
勢
に
お
い
て
、
吐
蕃
は
し
ば
し
ば
唐
に
和
親
を
求
め
て
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上

吐
蕃
列

き
た
。
こ
れ
に
劃
し
て
麿
の
態
度
は
、
『
新
麿
書
』

停
に
、然

歳
内
侵
取
廓
絹
眠
等
州
及
河
源
莫
門
軍
。
使
数
来
講
和
。
帝
難

審
其
請
。
姑
務
一粁
患
。
乃
詔
宰
相
郭
子
儀
粛
華
裳
遵
慶
等
興
盟
。

と
あ
る
よ
う
に
、
全
く
受
身
的
退
嬰
的
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

し
か
し
吐
蕃
の
勢
力
抜
大
は
こ
れ
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

安
史
の
大
飽
が
つ
づ
く
う
ち
に
、
臨
右
の
蘭
・
廓
・
河
・
都
・
挑

眠
・
秦
・
滑
・
臨
・
成
の
諸
州
は
、
す
べ
て
吐
蕃
に
入
っ
て
し
ま
っ

安
史
の
大
靴
を
よ
う
や
く
鎮
定
し
得
た
代
宗
の
康
徳
元
年
七
月
に

は
、
吐
蕃
は
大
震
闘
を
も
手
中
に
収
め
、
河
西
・
鴎
右
の
地
は
こ
と

ご
と
く
そ
の
有
に
蹄
し
、
鳳
朔
以
西
・
邪
州
以
北
は
み
な
左
経
と
な

っ
た
と
嘆
か
ね
ば
な
ら
ぬ
情
勢
に
至
っ
た
の
ガ
あ
る
。
し
か
も
吐
蕃

の
攻
勢
は
・と
ど
ま
ら
ず
、
樫
州
を
降
し
て
、
刺
史
高
障
を
京
師
進
撃

の
郷
導
と
し
、
十
月
に
は
邪
州
か
ら
奉
天
・
武
功
・
整
屋
へ
と
そ
の

鋒
先
は
伸
び
、
京
師
の
危
機
は
目
前
に
迫
っ
た
。
こ
の
と
き
京
師
を

守
備
す
べ
き
有
力
な
軍
隊
は
存
在
せ
ず
、
禁
箪
は
、
そ
の
敢
に
お
い

て
も
質
に
お
い
て
も
、
問
題
に
な
ら
ぬ
弱
勢
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
代

宗
の
と
り
得
る
途
は
、
東
に
向
っ
て
避
難
し
、
後
の
虚
置
は
郭
子
儀

等
の
武
崎
市
に
委
ね
る
こ
と
の
み
で
あ
っ
た
。
東
の
方
、
陳
州
に
は
紳

策
軍
そ
の
他
の
軍
隊
も
あ
り
、
代
宗
の
身
の
安
全
を
期
ず
る
に
は
、

行
く
べ
き
と
こ
ろ
は
陳
州
を
お
い
て
外
に
は
求
め
ら
れ
な
い
。
か
く

し
て
代
宗
は
陳
州
に
出
幸
す
る
こ
と
と
な
り
、
ま
ず
華
州
に
至
っ
た
。

た
ま
た
ま
こ
の
時
、
観
軍
容
使
魚
朝
恩
が
紳
策
軍
を
ひ
き
い
て
陳
州

よ
り
来
迎
し
、
代
宗
は
榊
策
軍
を
頼
り
得
る
唯
一
の
軍
隊
と
し
て
、

陳
州
に
避
難
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
紳
策
軍
は

直
接
唐
朝
皇
帝
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
紳
策
軍
は
、

宣
官
魚
朝
恩
の
勢
力
下
に
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
宮
廷
的
色
彩
を
帯
び
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た
軍
隊
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
皇
帝
出
幸
と
い
う
事
責
ば
、
さ
ら
に
そ

の
色
彩
を
濃
厚
に
さ
せ
た
。
皇
帝
あ
る
い
は
宮
廷
と
の
間
接
的
な
閥

係
は
、
こ
こ
に
至
っ
て
直
接
的
関
係
と
な
り
、
こ
の
時
事
質
上
禁
軍

と
し
て
の
役
割
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
‘
へ
き
で
あ
ろ
う
。

吐
蕃
の
入
冠
に
劃
し
て
、
代
宗
は
諸
道
の
兵
を
召
し
た
が
、
は
な

は
だ
成
績
が
上
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
程
元
振
が
宮
中
に
い
て
擢

力
を
ほ
し
い
ま
ま
じ
し
た
た
め
で
あ
る
か
ら
、
ま
ず
彼
を
斬
ら
ね
ば

な
ら
ぬ
と
、
太
常
博
士
柳
侃
は
主
張
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
内
外
と

も
に
離
反
し
、
た
だ
一
魚
朝
思
の
み
峡
郡
を
以
て
協
力
す
る
と
い
う

園
家
の
危
機
に
直
面
し
て
い
る
。
と
の
危
機
を
打
解
す
る
た
め
に
は
、



元
振
の
首
を
斬
っ
て
天
下
じ
知
ら
せ
)
内
使
を
宮
中
か
ら
出
し
て
諸

ひ
と
り
朝
恩
を
留
め
て
左
右
に
備
え
、
陛
下
が

州
の
管
下
に
お
き
、

神
策
丘
ハ
を
持
し
て
こ
れ
を
大
臣
に
付
し
、
然
る
後
、
自
新
改
遇
の
誠

意
を
示
し
て
、
天
下
に
兵
を
求
む
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
の
「で
あ
お
。

蛍
時
四
方
す
べ
て
不
安
な
情
勢
の
中
に
あ
っ
て
、
代
宗
の
頼
り
得
る

も
の
は
た
2

魚
朝
恩
の
紳
策
軍
の
み
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

郭
子
儀
は
じ
め
諸
鰐
の
ひ
き
わ
る
軍
隊
仁
劃
す
る
希
望
は
大
き
か
っ

た
に
相
違
な
い
が
、
そ
れ
ら
に
劃
す
る
唐
朝
の
威
令
は
完
全
に
は
行

な
わ
れ
ず
、
ま
た
禁
軍
も
逃
敗
し
た
現
買
に
直
面
し
て
、
こ
の
時
、

た
だ
一
珊
策
軍
に
期
待
す
る
外
は
な
か
っ

代
宗
の
安
全
に
つ
い
て
は
、

た
と
思
わ
れ
る
。

紳
策
箪
は
代
宗
の
身
過
警
護
に
嘗
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
陳
州
・

華
州
に
そ
の
勢
力
を
確
立
し
た
。
す
な
わ
ち
康
徳
元
年
十
月
、
朝
恩

の
部
崎
市
皇
甫
温
を
侠
州
刺
史
と
し
、
周
智
光
を
華
州
刺
史
と
し
た
こ

と
が
そ
れ
で
恥
る
。
先
の
唐
曾
要
の
い文
に
よ
る
と
、
こ
れ
よ
り
先
、

郭
英
久
が
侠
西
節
度
使
の
地
位
を
去
り
、
そ
の
軍
隊
は
朝
恩
に
統
率

さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
皇
甫
温
ば
英
久
の
後
を
縫
い
で
陳
州
刺
史
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-
陳
州
節
度
使
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
周
智
光
は
、
先
に
程
元

振
の
譜
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
自
殺
し
た
李
健
譲
の
後
を
-
つ
け
て
、

品
川

華
州
刺
史
・
同
華
二
州
節
度
使
・
撞
関
防
禦
使
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
撞
閥
附
近
の
要
地
に
朝
恩
の
部
将
を
配
置
し
た
の
は
、
こ

の
と
き
長
安
易
」
占
擁
し
た
吐
蕃
に
備
え
る
た
め
で
あ
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
が
、
朝
恩
め
勢
力
が
確
固
た
る
も
の
に
さ
れ
た
こ
と
も

疑
い
な
い
。
魚
朝
恩
、
そ
の
紳
策
寧
、
そ
の
部
勝
の
軍
隊
は
、
こ
句

と
き
代
宗
に
と
っ
て
は
、

、絶
射
的
信
頼
を
よ
せ
得
る
も
の
と
な
っ
た
。

従
っ
て
、
郭
子
儀
等
の
力
に
よ
っ
て
、
吐
蕃
を
一

一鷹
撤
退
さ
せ
た
後
、

，す
な
わ
ち
十
二
月
、
代
宗
が
長
安
に
障
る
と
、
朝
恩
を
天
下
甑
軍
容

宣
慰
慮
置
使
と
し
た
。
彼
は
一
神
策
軍
を
ひ
き
い
て
禁
中
に
入
る
こ
と

に
な
っ
た
。
陳
州
に
お
い
て
禁
軍
の
役
割
を
も
っ
て
い
た
紳
策
寧
は
、

そ
の
役
割
を
そ
の
ま
ま
長
安
に
も
ち
こ
ん
だ
の
で
あ
る
。
し
か
し
禁

中
に
は
、
も
と
も
と
禁
軍
が
あ
っ
た
。
紳
策
軍
は
い
わ
ゆ
る
北
軍
と

は
別
の
も
の
と
し
て
禁
中
に
入
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

- 51-

新

唐
書
』
叩
兵
志
に
、

及
京
師
卒
。
朝
恩
港
以
軍
師
禁
中
。
白
勝
之
。
然
尚
未
輿
北
軍
歯

也
と
あ
り
、
紳
策
再
の
勢
力
は
北
軍
に
お
よ
ば
な
か
っ
た
と
惇
え
ら
れ

る。
唐
の
禁
憲
は
南
街
衛
兵
と
北
街
禁
軍
と
を
意
味
す
る
が
、
府
兵
制
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度
の
崩
壊
後
に
お
い
て
は
、
間
半
に
禁
軍
と
い
え
ば
北
街
禁
軍
を
指
し

た
。
そ
れ
は
、
府
兵
制
度
の
崩
援
に
よ
る
南
街
衛
兵
の
凋
落
と
と
も

に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
ず
る
京
師
防
禦
上
の
欠
陥
を
補
う
必
要
か
ら

北
街
禁
軍
の
設
展
が
も
た
ら
さ
れ
、
北
街
禁
事
が
禁
軍
の
大
部
分
を

占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
神
策
軍
が
禁
中
に
入
っ
た
頃
、

禁
軍
は
い
わ
ゆ
る
北
街
(
牙
)
六
軍
、
す
な
わ
ち
左
右
羽
林
軍

・
左

右
龍
武
寧

・
左
右
紳
武
軍
が
そ
の
主
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
が

そ
ろ
っ
た
の
は
、
よ
う
や
く
至
徳
二
載
の
末
で
あ
っ
た
。
左
右
初
林

軍
は
高
宗
の
龍
朔
二
年
に
お
か
れ
、
左
右
龍
武
軍
は
羽
林
軍
所
属
の

寓
騎
を
玄
宗
の
開
元
二
十
六
年
に
濁
立
さ
せ
た
の
に
は
じ
ま
る。

す

な
わ
ち
安
蔽
山
の
反
凱
が
起
っ
た
頃
、
北
軍
の
数
は
四
軍
で
あ
っ
た。

」
れ
ら
の
禁
軍
に
は
、
長
官
と
し
て
大
将
軍
、
次
官
と
し
て
将
軍
が

あ
り
、
そ
の
組
織
は
従
来
の
諸
衛
に
近
く
、
そ
の
任
務
も
天
子
東
宮

の
宿
衛
儀
伎
か
ら
長
安
の
警
備
に
も
嘗
っ
た
。
そ
の
兵
は
、
有
官
有

品
者
の
子
弟
や
長
安
附
近
の
富
裕
な
も
の
、
ま
た
は
外
園
出
身
者
な

ど
で
、

一
種
の
貴
族
的
色
彩
を
帯
び
て
、
賓
職
の
経
験
も
な
く
、
節

度
使
の
箪
除
と
は
比
較
に
も
な
ら
ぬ
脆
弱
な
軍
隊
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
天
賓
の
頃
、
そ
の
兵
員
は
四
箪
合
せ
て
六
寓
ぐ
ら
い
と
い
わ

れ
る
が
、

一
朝
事
あ
れ
ば
ミ
||

た
と
え
ば
粛
宗
が
霊
武
に
行
っ
た

と
き
な
ど
、
ー
ー

た
ち
ま
ち
彼
ら
は
逃
散
し
、
も
の
の
役
に
立
ち
そ

う
に
も
な
か
っ
た
。

繍
宗
の
至
徳
ご
載
十
二
月
、
主
と
し
て
元
従
の
子
弟
を
以
苅
左
右

紳
武
軍
を
組
織
し
た
。
先
の
四
軍
と
合
せ
て
、
こ
こ
に
北
街
六
軍
が

成
立
し
た
。
ま
た
こ
の
時
、
騎
射
に
す
ぐ
れ
た
も
の
千
人
を
え
ら
び
、

街
前
射
生
手

(供
奉
射
生
官
ま
た
は
殿
前
射
生
手
と
も
い
う
)
と
し、

こ
れ
を
左
右
府
に
分
け
た
。
こ
う
し
て
禁
軍
の
組
織
は
強
化
さ
れ
た

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

禁
軍
は
禁
中
に
常
屯
す
る
軍
隊
で
あ
る
か
ち
、
こ
れ
を
掌
握
す
る

も
の
は
禁
中
に
絶
大
な
勢
力
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。
繭
宗
の
頃
か
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ら
禁
寧
を
事
質
上
把
握
し
た
の
は
宜
官
で
あ
っ
た
。
宣
官
が
そ
の
よ

う
な
力
を
も
つ
に
至
っ
た
由
来
は
し
ば
ら
く
問
わ
な
い
。
粛
宗
の
時

代
に
は
、

李
輔
園
が
禁
兵
を
掌
握
し
、
宰
相
以
下
百
官
を
抑
え
て
、

宮
廷
内
に
権
力
を
ふ
る
い
、
政
治
を
鈍
し
た
。
そ
の
上
、

そ
の
力
は

外
に
も
お
よ
び
、
節
度
使
は
み
な
そ
の
門
か
ら
出
た
と
い
わ
れ
た
ほ

ど
で
あ
っ
た
。
彼
が
自
分
を
は
ば
む
も
の
を
し
り
ぞ
け
て
専
横
を
極

め
た
の
は
、
禁
軍
を
自
由
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
伏

宗
の
即
位
後
、
も
と
李
輔
園
の
下
で
内
射
生
局
間
で
あ
っ
た
程
元
振
が

こ
れ
に
代
っ
て
禁
兵
を
掌
り
、
窟
朝
の
危
機
を
招
い
た
こ
と
は
、
柳



侃
の
言
葉
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

康
徳
元
年
十
月
、
吐
蕃
の
侵
入
に
際
し
て
、
禁
軍
は
再
び
そ
の
無

カ
を
暴
露
し
た
。
吐
蕃
が
長
安
に
迫
り
、
優
橋
を
渡
る
と
、
京
師
を

守
り
天
子
を
警
護
す
べ
き
六
寧
は
逃
散
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
上
、

混
範
に
乗
じ
て
射
生
時
前
王
献
忠
の
反
観
さ
え
起
っ
た
。
逃
散
し
た
六

軍
の
兵
は
所
在
に
剰
掠
し
、

そ
の
多
く
は
京
師
の
東
南
方
に
あ
た
る

商
州
に
逃
げ
こ
ん
だ
が
、
よ
う
や
く
郭
子
儀
の
下
に
、
武
開
の
防
兵

と
と
も
に
吸
収
さ
れ
、
長
安
の
回
復
に
力
を
い
た
す
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
子
儀
の
指
導
の
下
に
、
左
羽
林
大
将
軍
長
孫
全

緒
、
賓
臆
軍
使
張
知
節
、
射
生
賂
王
甫
等
の
謀
略
的
活
動
に
よ
っ
て
、

ほ
と
ん
ど
戦
闘
も
せ
ず
、
吐
蕃
を
撤
退
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
と

こ
ろ
が
射
生
賂
王
甫
(
ま
た
は
王
撫
)
が
京
兆
予
と
自
稿
し
、
長
安

を
支
配
し
よ
う
と
す
る
不
鮮
事
件
が
起
っ
た
。
し
か
し
ζ

れ
は
郭
子

義
に
よ
っ
て
容
易
に
鎮
定
さ
れ
、
長
安
は
卒
静
に
蹄
っ
た
。
代
宗
が
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京
師
に
鯖
還
し
た
と
き
、
郭
子
儀
は
、
城
中
の
百
官
お
よ
び
諸
軍
を

ω

一

ひ
き
い
て
薩
水
の
東
に
迎
え
た
と
侍
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
諸
軍
と
い

わ
れ
る
も
の
に
は
、
多
く
の
禁
軍
人が
含
ま
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

し
か
し
一
『遁
鑑
』

m
に
は
、

一〔
康
徳
二
年
正
月
〕
吐
蕃
之
入
長
安
也
。
諸
軍
亡
卒
。
及
郷
曲
無

頼
子
弟
。
相
褒
潟
盗
。
吐
蕃
既
去
。
猶
説
伏
南
山
子
午
等
五
谷
。

所
在
信
用
患
。

‘

と
あ
り
、
こ
の
諸
寧
の
亡
卒
の
中
に
は
、

な
お
京
師
に
復
蹄
し
な
か

っ
た
禁
軍
の
兵
も
含
ま
れ
ーて
い
た
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
吐
蕃
の
入

冠
に
よ
っ
て
禁
軍
の
弱
さ
は
露
呈
さ
れ
ー
そ
の
撤
退
後
に
は
、
禁
寧

の
兵
数
は
相
嘗
減
少
し
て
い
た
で
あ
ろ
、
歩
と
思
わ
れ
る
。
ま
さ
に
こ

の
よ
う
な
情
勢
に
際
し
て
、
紳
策
軍
が
禁
中
に
常
屯
す
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

や
園
時
の
禁
軍
は
、
ほ
と
ん
ど
戦
闘
力
を
も
た
な
い
軍
働
で
あ
っ
て
、

よ
う
や
く
吐
蕃
を
し
り
ぞ
け
て
長
安
を
回
復
し
た
代
宗
は
、
復
婦
レ

-53ー

た
禁
軍
の
み
に
頼
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

に
、
嘗
時
の
禁
寧
の
賓
情
か
ら
い
っ
て
も
、
ま
た
周
圏
の
情
勢
|
|

吐
蕃
は
な
お
遠
く
退
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
四
方
に
は
強
力
な
軍
隊

を
も
っ
藩
鎮
が
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
は
必
ず
し
も
唐
朝
に
忠
賓
と

，も
限
ら
な
い
と
い
う
情
勢
ー
ー
ー
か
ら
い
っ
て
も
、
ま
ず
禁
軍
の
強
化

J

が
痛
切
に
要
求
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
要
求
に
臨
ず
る
も
の
と
し

て
、
第
一

紅
一
珊
策
軍
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
陳
州
に
お
け
る
事
態

か
ら
嘗
然
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
紳
策
寧
は
禁
中
に
常
屯
す
る

」
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
a
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こ
の
時
、
紳
策
軍
は
北
街
六
箪
に
編
入
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
六

軍
は
依
然
と
し
て
六
軍
の
ま
ま
存
在
し
、
そ
の
外
に
紳
策
寧
も
禁
中

の
軍
除
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
嘗
初
に
お
い
て
は
、
神

策
軍
の
勢
力
は
な
お
も
と
の
六
軍
に
及
、
ば
な
か
っ
た
。
し
か
し
紳
策

軍
は
も
と
外
に
あ
っ
て
戦
闘
の
挫
験
を
つ
み
、
代
宗
の
侠
州
出
幸
に

際
し
て
、
代
宗
と
は
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
ま
た
程
元
振
失
脚

の
後
、
魚
朝
恩
が
か
わ
っ
て
禁
兵
を
掌
握
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
紳
、

策
寧
は
大
き
な
力
を
も
つ
よ
う
に
な
る
こ
と
が
嘗
然
環
想
さ
れ
る
。

紳
策
軍
が
禁
中
に
入
っ
た
最
初
に
お
い
て
、
そ
れ
は
そ
の
後
に
お
け

る
設
展
の
可
能
性
を
自
ら
の
中
に
も
統
率
者
の
中
に
も
も
っ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
契
機
は
僕
固
懐
恩
・
回
紘
・
吐
蕃
の
入
冠
に

よ
っ
て
輿
え
ら
れ
た
。

庚
徳
二
年
十
月
、
僕
固
懐
恩
は
、
回
紘
・
吐
蕃
と
と
も
に
、
邪
州

か
ら
奉
天
へ
と
迫
っ
た
が
、
大
事
に
至
ら
ず
し
て
退
い
た
。
と
こ
ろ

が
翌
永
泰
元
年
九
月
、
懐
恩
は
ふ
た
た
び
回
紘
・
吐
蕃
・
吐
谷
海
・

黛
項

・
奴
刺
な
ど
数
十
寓
と
と
も
に
入
冠
し
た
。
吐
蕃
は
北
道
よ
り

酷
泉
・
奉
天
へ
、
熊
項
は
東
道
よ
り
同
州
へ
、
吐
谷
海
・
奴
刺
は
西

道
よ
り
盤
屋

・
鳳
朔
へ
と
進
み
、
京
師
を
お
び
や
か
し
向
。
こ
れ
に

射
す
る
唐
朝
の
防
禦
艦
制
は
、
浬
陽
に
郭
子
儀
、
奉
天
に
海
域
・
白

元
光
、
東
清
橋
に
李
忠
臣
、
雲
陽
に
李
光
進
、
便
橋
に
馬
隣
・
郁
廷

玉
、
整
屋
に
験
奉
仙
・
李
日
越
、
鳳
朔
に
李
抱
玉
、
同
州
に
周
智
光
、

坊
州
に
社
員
、

と
い
う
配
置
で
あ
っ
て
、
代
宗
み
ず
か
ら
六
軍
を
ひ

き
い
て
苑
中
に
屯
し
た
。
嘗
時
、
六
軍
の
中
に
紳
策
軍
は
含
ま
れ
て

い
な
か
っ
た
が
、
『
新
唐
書
』
印
兵
志
に
、

永
泰
元
年
。
吐
蕃
復
入
冠
。
朝
恩
文
以
紳
策
軍
屯
苑
中
。

と
あ
り
、
紳
策
軍
は
六
軍
と
と
も
に
代
宗
の
身
過
を
護
っ
た
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
軍
隊
の
配
置
を
み
る
と
、
禁
軍
あ
る
い
は
魚

朝
恩
と
関
係
あ
る
も
の
が
か
な
り
多
い
と
い
え
る
。
周
智
光
は
も
と

朝
恩
の
部
将
で
あ
っ
た
し
、
郁
廷
玉
は
紳
策
将
軍
で
、
そ
の
み
ご
と
弘

な
訓
練
ぶ
り
で
朝
恩
を
感
嘆
さ
せ
た
と
い
わ
州
、
内
侍
駿
奉
仙
、
将

s

一

軍
李
日
越
も
朝
恩
と
親
し
い
閥
係
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
李

光
港
、
馬
瑛
、
李
忠
臣
等
も
禁
軍
ま
た
は
紳
策
軍
と
開
係
が
あ
っ
旬
。

そ
し
て
朝
恩
は
六
軍
・
紳
策
箪
を
ひ
き
い
て
代
宗
の
傍
に
あ
り
、
そ

の
兵
力
を
背
景
と
す
る
彼
の
力
は
大
き
か
っ
た
。
吐
蕃
が
迫
っ
た
と

き
、
彼
は
自
刃
を
も
っ
て
禁
軍
十
徐
人
を
従
え
、
官
僚
た
ち
を
威
座

し
な
が
ら
、
河
中
へ
の
遷
幸
を
決
定
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
は
成
功

し
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
宮
定
に
お
け
る
彼
の
力
を
知
り
得
る
事
件

闘

で
あ
っ
た
。



こ
の
と
き
苑
中
に
屯
し
た
禁
軍
に
は
、

特
に
積
極
的
な
軍
功
が
あ

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
従
っ
て
朝
恩
は
、
そ
の
ひ
き
い
る
軍
隊
の
活

動
に
よ
っ
て
勢
力
を
得
化
と
は
い
い
難
い
。
し
か
し
京
師
で
賊
手
に

掃
す
る
こ
と
な
く
、
と
に
か
く
無
事
で
あ
り
得
た
。
そ
の
聞
に
、
禁

軍
を
ひ
き
い
て
代
宗
の
周
園
に
常
に
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
彼
の
勢

力
を
増
大
さ
せ
る
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
司
、
通
鑑
』

m
に、

〔
贋
徳
元
年
十
二
月
甲
午
〕
以
魚
朝
恩
。
震
天
下
観
寧
容
宣
慰
慮

置
使
。
総
禁
兵
。
権
寵
無
比
。

と
あ
り
、
彼
は
す
で
に
禁
中
に
入
る
と
ま
も
な
く
、
先
に
失
脚
し
た

程
元
振
に
代
っ
て
、
禁
軍
を
統
率
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、

そ
の
故
に
紳
策
軍
と
の
関
係
が
絶
た
れ
た
の
で
は
な
い
。
従
来
彼
の

権
力
の
基
礎
と
な
っ
て
い
た
紳
策
軍
を
、
こ
の
後
も
領
し
て
い
た
。

従
っ
て
禁
軍
を
背
景
と
し
て
彼
の
権
力
が
増
大
す
る
と
、
そ
れ
と
と

も
に
彼
と
密
接
な
開
係
の
あ
る
紳
策
寧
が
、
禁
中
の
軍
隊
の
中
で
も
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相
封
的
に
優
位
を
占
め
て
来
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
一
紳
策
軍

の
勢
力
の
上
に
彼
の
勢
力
が
築
か
れ
て
行
く
と
い
う
貼
も
見
逃
せ
な

い
。
爾
者
は
た
が
い
に
か
ら
み
合
っ
て
護
展
伸
長
し
て
い
く
。け
れ
ど

も
今
、
こ
の
永
泰
元
年
に
お
け
る
事
態
の
み
を
と
っ
て
考
え
る
と
、
紳

策
寧
の
み
に
特
別
な
軍
功
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
)
神
策
軍
を
も

含
め
て
の
禁
軍
を
背
景
と
し
て
魚
朝
恩
の
勢
力
が
伸
び
、

そ
れ
に
と

も
な
っ
て
彼
と
特
別
の
関
係
に
あ
る
紳
策
軍
が
他
の
寒
軍
よ
り
上
に

出
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
こ
の
事
件
が
主
と

し
て
郭
子
儀
の
活
動
に
よ
っ
て
移
っ
た
十
月
、
神
策
軍
を
左
右
崩
に

分
け
た
。
こ
こ
で
そ
れ
は
正
式
に
禁
軍
に
加
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と

ω
 

が
で
き
る
が
、
そ
の
勢
力
は
他
軍
の
上
に
出
る
よ
う
に
な
っ
た
。

紳
策
寧
は
、
贋
徳
元
年
侠
州
か
ら
禁
中
に
入
っ
た
と
き
、
す
で
に
一

事
責
上
禁
軍
た
る
役
割
を
も
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、

代
宗
が
陳
州
に
い
た
時
、
す
で
に
禁
軍
と
し
て
の
役
割
を
果
し
て
い

た
と
も
い
う
ミ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
形
式
的
に
は
、

禁
中
に
入
っ

て
か
ら
も
な
お
禁
軍
と
呼
ば
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
、
氷
泰
元
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年
に
至
っ
て
、
正
式
に
禁
軍
た
る
神
策
軍
が
成
立
し
た
の
で
あ
る。

な
お
他
の
禁
寧
と
な
ら
べ
て
北
街
八
軍
と
呼
ば
れ
る
に
は
至
ら
な
い

け
れ
ど
も
、
そ
の
賓
勢
力
は
他
軍
以
上
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
紳
策
軍
の
素
質
、
過
去
の
成
績
、
お
よ
び
魚
朝
恩
と
の
特
別

な
関
係
に
も
と
づ
く
も
の
に
外
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

(
一
九
五
九
・
七
・

三
O
)

註ω『
逼
鑑
』
、

『
嘗
唐
書
』
一
九
六
吐
蕃
列
停
、
『
新
唐
番
』
一
二

六

吐
蕃
列
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停
に
よ
る
。

ωこ
れ
ら
の
吐
蕃
に
波
し
た
年
次
に
つ
い
て
は
、
『
元
和
郡
豚
志
』
三
九、

『
新
唐
害
』
四

O
地
理
志
、
爾
『
麿
番
』
吐
蕃
停
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
記
事
に
は
い
ち
じ
る
し
い
喰
遣
い
が
あ
っ

て
、
一
一

の
年
次
を
正
確

に
定
め
る
こ
と
は
難
し
い
。

ω『
新
唐
警
』
ニ

O
七
、
宣
者
列
停
上
、
程
一冗
復
停
、

『
遜
鑑
』
二
二
三
。

ω『
通
鑑
』
一
一
一
一
一
二。

同

国J
笹
唐
醤
』
一
一
四
周
一
智
光
俸
。
『
珊
府
元
亀
』
六
六
九
、

内
臣
部
、

朋

議
。
呉
廷
獲
『
騎
方
銀
年
表
』
四
、
入
。

川
則
禁
寧
に
関
す
る
概
観
は
、
主
と
し
て
潰
口
霊
園
氏

「
府
兵
制
度
よ
り
新
兵

制
」
(
史
皐
雑
誌
四
一

l
一一

・
一
一
一
)
に
よ
る
。

州
W

『
遁
鐙
』

一
一
一
一
O
、
胡
注
に
、

元
従
子
弟
。
調
従
帝
馬
見
北
行
。
及
自
霊
武
選
京
師
者
。

一
柳
武
軍
に
つ
い
て
は
、
麿
長
儒

『
麿
番
兵
志
銭
正
』
三
参
照
。

川
明
『
新
底
番
』
五

O
兵
士
仙
に
よ
る
と
、
街
前
射
生
手
を
左
右
英
武
軍
と
械
し

た
と
体
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
黙
に
は
疑
問
が
あ
る
。
『
唐
罰
百
兵
士
む
翁
正
』

三
参
照
。

同

『
遁
鑑
』

一一一一

一。

制

『
遁
鑑
』

一
一
一
一
二
、
胡
注
に
、

以
震
官
傾
射
生
手
。
故
田
内
射
生
使
。

ω『
遜
鑑
』
二
二
三
。

国
『
通
鑑
』
ニ
二
三
、

『
新
唐
書
』
二
二

四
上
、
級
医
列
博
、
僕
聞
協
恩
柑
開
。

帥

『
奮
麿
書
』
一
五

二
、
が
廷
玉
体
。

制
李
光
進
は
康
徳
二
年
二
月
よ
り
禁
兵
を
掌
っ
た
。
(
『
治
鑑
』
二
二
三
)
馬

燐
は
吐
蕃
の
入
冠
に
際
し
て
雄
名
あ
り
、
禁
稼
を
委
ね
ら
れ
た
。
(『
奮
唐

番
』
一
五
二
、
馬
鴻
市
博
)
李
忠
臣
は
も
と
紳
策
兵
馬
使
で
あ
っ
た
。

帥
『
遜
鑑
』
一一
一
一一一一
。

M
W
『
遁
鐙
』
二
二
三
。
『
新
麿
書
』
五

O
兵
士必。

な
お

『
唐
曾
要
』
七
二

に
、

奥
元
克
復
。

〔
李
〕
農
出
鎖
鳳
矧
。
始
分
紳
策
盛岡
左
右
煽
。

と
あ
る
は
誤
り
。
曾
我
部
静
雄
氏

「
腐
と
賄
箪
と
の
回
開
係
」

研
究
二
六

J
一
)
参
照
。

(東
亜
経
済

御行
諒を 東近わ本

承震す 畿れ年
貝 洋 地 支は

さ 史す十
るる 研方 が ー曾
様 、 塚 区 、月
ぉ主 究 本二
願に 曾第曾十
い決茂評ーは日 告
い定 議部に
たい樹員候
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supposes that Wei-shou himself must have written -‘ Juan-juanぺnot

“Hsung-nu" in his original edition， judging from the fact that the word 

“Juan-juan" occurs in the corresponding position both in the texts of the 

T'ung-tien and T'ai-p'ing-huan-yu-chL Moreover the Juan-juan's invasion 

of Ta-yueh-shih State can be dated about 437 A_D_ when the Jl，1an-juan 

extended their power in the west， as far as the Ephtalite_ Marquart says 

in his article that the Hsiao-yueh-shih State was founded by Kunghas， the 

son of Kidara， about 468 A_D_ when he was defeated by the Persians_ 

But in the opini'on of the author， it was founded by J<:idara to whom 

another son， not Kunghas， succeeded after Kidara was ariven out of the 

Lu・chien-shihCastle. 

The pre-history of Shen-t'se-chun紳策軍

Tatsuo Obata 

The Shên-t'~-chün is faJJlous in history for its great inftuence over 

the politics of the T'ang唐. 1抗twaおsthe most powerful body in the Cαhi泊n

(禁軍， the Imperial Guar吋dsめ). But originally it had been created not as a 

de同tchmentof the Imperial Guards， but only as one of the frontier guards. 

Why did it come to beIong to the Imperial Guards? The author. tries to 

pr田 entan answer， tracing its career through the An.-Shih安史 Rebellion

and the Tibetan's invasfon of China. 

Tao-yen這街 (YaoKuang-hsiao挑麗孝)泡 Life

Tairyo Makita 

T'ai tsung太宗， the Second Emperor of the Ming明， made his way 

to the tlirone by disloyal means， i.e. the Ching-nan 靖難 Rebellion. And 

the ringleader of this rebellion is asserted to be the Buddhist monk， Tao-

yen， 1335-1418. Afterwards he was“graciously permitted" to return to 

secular life by the supreme commond of the emperor and then given the 
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